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石
』が
近
く
に
あ
り
ま
す
」と
の
案
内
で
先
に

進
む
と
、
草
む
ら
の
中
に
あ
る
大
き
な
石
が

目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
地
域
で
は
男
の
子
が

生
ま
れ
る
と
、「
三
郎
の
よ
う
に
学
問
に
励
ん

で
、こ
ん
な
石
を
投
げ
ら
れ
る
偉
い
人
に
な
る

ん
だ
よ
」と
諭
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
力
石
」を
過
ぎ
、
五
十
鈴
川
派
川
に
架
か

る
曳
舟
橋
の
手
前
辺
り
ま
で
来
る
と
、
目
の

前
に
田
園
風
景
が
広
が
り
ま
す
。

　
「
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
こ
の
辺
り
一
帯
を
雄

大
な
五
十
鈴
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
船
が

行
き
交
い
、
三
津
湊
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
二
見
浦
の
読
み
方
を
ご
存
知
で
す
か
？
」

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、 

Ｊ
Ｒ「
二
見
浦
」駅

で
問
い
か
け
ら
れ
、一
瞬
戸
惑
い
ま
す
。
正
解

は〝
ふ
た
み
の
う
ら
〞だ
と
聞
い
て
驚
き
ま
し

た
。古
く
か
ら
和
歌
な
ど
で
詠
ま
れ
て
い
た
の

を
根
拠
と
し
て
、 Ｊ
Ｒ
参
宮
線
が
鳥
羽
ま
で

延
長
さ
れ
た
際
に
、
正
式
決
定
し
た
の
で
す
。

駅
舎
名
の
ロ
ー
マ
字
も
確
か
に
、「
Ｆ
Ｕ
Ｔ
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ａ
」と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
意
外
な
事
実
を
知
っ
た
駅
舎
を
後
に
し
て

南
へ
向
か
い
ま
す
。
す
る
と
、
住
宅
街
の
は

ず
れ
で
案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。
伊
勢 

三

郎
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。伊
勢 

三
郎（
？

〜
１
１
８
６
）と
は
、
源 

義
経（
１
１
５
９
〜

１
１
８
９
）に
仕
え
、
源
平
の
合
戦
で
軍
功
を

挙
げ
た
と
さ
れ
る
武
将
の
こ
と
。
近
く
の
江

地
区
で
生
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
、「
硯
岩
」と

呼
ば
れ
る
大
き
な
岩
の
く
ぼ
み
に
湧
く
水
で
、

手
習
い
を
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。　

　
「
現
在『
硯
岩
』を
見
に
行
く
の
は
大
変
で
す

が
、 

三
郎
が
力
試
し
に
投
げ
た
と
い
う『
力

西
行
さ
ん
も
こ
の
湊
を
利
用
し
て
い
ま
す
」

と
角
谷
さ
ん
。
お
話
に
よ
る
と
、
現
在
の
五

十
鈴
川
派
川
の
方
が
本
流
で
、
そ
の
川
幅
は

３
０
０
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
応
７（
１
４
９
８
）年
の
大
地
震

で
、
周
囲
一
帯
の
地
形
が
様
変
わ
り
し
た
の

で
す
。
ま
た
、
周
辺
に
は
葉
が
片
側
に
の
み

付
い
て
い
る
片
葉
の
葦
が
群
生
し
、〝
伊
勢
の

浜
荻
〞の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

奈
良
時

代
に
成
立
し
た『
万
葉
集
』に
は「
神
風
の
伊
勢

の
浜
荻 

折
り
伏
せ
て 

旅
寝
休
ら
む 

荒
き
浜

辺
に
」の
歌
が
収
め
ら
れ
、
近
く
に
は
、
そ
の

歌
を
刻
ん
だ
万
葉
歌
碑
が
た
た
ず
ん
で
い
ま

し
た
。

行
の
逗
留
期
間
、
治
承
４（
１
１
８
０
）年
ご

ろ
か
ら
文
治
２（
１
１
８
６
）年
ま
で
と
重
な

る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
の
辺
り
は
、
豆
石
山
の
南
面
に
当
た
り

ま
す
。
地
元
で
は〝
あ
ん
に
ょ
〞と
呼
ん
で
い

て
、
鴨 

長
明
が
記
し
た
安
養
山
と
も
一
致
し

ま
す
」と
角
谷
さ
ん
。
説
明
に
よ
れ
ば
、
西
行

自
身
は
二
見
浦
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
を

示
し
て
お
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
で

『
方
丈
記
』の
作
者
と
し
て
も
名
高
い
鴨 

長
明

（
１
１
５
５
〜
１
２
１
６
）が
、
旅
日
記
に
安

養
山
に
住
ん
で
い
る
旨
を
綴
っ
た
の
が
数
少

な
い
手
が
か
り
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も

長
年
、
か
つ
て
の
安
養
山（
現
在
の
豆
石
山
）

　　
万
葉
歌
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
、
発
掘
調
査

の
結
果
、
西
行
が
庵
を
結
ん
で
い
た
と
推
定

さ
れ
る
場
所
を
め
ざ
し
ま
す
。

　
鳥
羽
院
の「
北
面
の
武
士
」（
院
の
御
所
の
北

面
に
あ
っ
て
、
院
中
を
警
護
し
た
武
士
）だ
っ

た
西
行（
佐
藤 

義
清
）は
、
23
歳
の
時
に
突
然

出
家
し
た
後
、
東
北
各
地
へ
の
旅
を
経
て
、

高
野
山
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。 

そ

の
西
行
が
二
見
浦
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の

に
は
、
都
で
の
騒
乱
な
ど
が
理
由
に
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
行
を
師
と

仰
ぐ
、
伊
勢
神
宮
神
官
た
ち
と
の
交
流
や
、

二
見
浦
の
美
し
い
景
観
に
心
慰
め
ら
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
西
行
と
二
見
浦
と
の
関
わ
り
を
示
す
案
内

板
は
、
宅
地
造
成
が
進
む
光
の
街
の
一
角
に

立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
平
成
４
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
、

墨
書
さ
れ
た
木
製
品
な
ど
が
多
数
出
土
し
た

遺
構
の
年
代
が
、12
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
13

世
紀
前
葉
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西

れ 

い

171718

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※

の
北
面
か
南
面
な
の
か
は
不
明
で
し
た
が
、

発
掘
調
査
で
、
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。

　
「
次
は
御
塩
殿
神
社
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
こ

こ
に
は
鴨 

長
明
の
歌
碑
も
あ
り
ま
す
」と
教

わ
り
な
が
ら
、
御
塩
殿
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

同
神
社
の
歴
史
は
古
く
、
天
照
大
神
の
ご
鎮

座
の
地
を
求
め
て
、
倭
姫
命
が
二
見
を
訪
れ

た
際
、
土
地
の
神
・
佐
見
都
日
女
が
奉
っ
た

堅
塩
を
喜
ん
だ
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
以
来
、

伊
勢
神
宮
に
お
供
え
す
る
御
塩
造
り
が
古
式

西
行
歌
碑
や
芭
蕉
句
碑
な
ど
が
点
在
し
、
文

学
散
歩
も
楽
し
め
ま
す
。
し
ば
ら
く
の
間
、

心
地
よ
い
潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
歩
く
と
、

重
厚
な
建
物
が
現
れ
ま
し
た
。 

こ
こ
が「
賓
日

館
」で
す
。
賓
客
を
も
て
な
す
た
め
、
明
治
時

代
中
期
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
建
て
ら
れ

た
近
代
和
風
建
築
は
、
そ
の
価
値
の
高
さ
か

ら
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
館
内
で
は
、
都
で
武
士
が
乗
る
よ
う
な

馬
や
、
僧
侶
や
カ
エ
ル
を
描
い
た
木
製
品
な

ど
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
作

者
は
不
明
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
西
行
さ

に
則
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、

歌
碑
は
鳥
居
の
向
か
い
側
に
あ
り
ま
し
た
。

「
二
見
が
た 

神
さ
び
た
て
る 

御
塩
殿 

幾
千
代

み
ち
ぬ 

松
蔭
に
し
て
」の
歌
に
は
、
同
神
社

の
神
々
し
さ
に
感
動
し
た
気
持
ち
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
製
品
な
ど
は

『
賓
日
館
』で
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

見
て
く
だ
さ
い
」と
の
案
内
で
、
海
岸
沿
い
を

東
へ
と
歩
き
ま
す
。
松
並
木
が
続
く
道
に
は
、

ん
が
描
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」と
語
る
角

谷
さ
ん
か
ら
は
、
西
行
と
二
見
浦
を
愛
す
る

熱
い
想
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
「
賓
日
館
」で
、
歴
史
ロ
マ
ン
を
掻
き
立
て

ら
れ
た
後
は
、
終
点
Ｊ
Ｒ「
二
見
浦
」駅
へ
。

徒
歩
で
12
分
程
度
の
距
離
で
す
が
、「
夫
婦
岩
」

や
二
見
興
玉
神
社
な
ど
を
巡
り
、
旅
館
街
を

そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

西
行
が
愛
し
た
ま
ち
を
心
行
く
ま
で
散
策
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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「
二
見
浦
」の
正
式
名
称
は
？

西
行
の
庵
跡
へ

御
塩
殿
神
社
と

鴨 

長
明
歌
碑

「
賓
日
館
」

〝
伊
勢
の
浜
荻
〞

START

■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約0.7ｋｍ すぐ 約２ｋｍJR「二見浦」駅 約0.4ｋｍ

約2.4ｋｍ約1.4ｋｍ

万葉歌碑 曳舟橋

西行庵跡御塩殿神社・鴨 長明歌碑

力石

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

西
行
が
愛
し
た
ま
ち 

二
見
浦

さ
い

ふ
た
み
の
う
ら

ぎ
ょ
う

伊
勢
市 
二
見
町

問
　

 「
二
見
浦
西
行
実
行
委
員
会
」事
務
局

　

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
６ ‒ 

４
３ ‒ 

２
２
３
１

万葉歌碑万葉歌碑

御塩焼所（左側）と御塩汲入所（右側）御塩焼所（左側）と御塩汲入所（右側）

ぶ
ん
じ
ん
ぼっか（
き
ゃ
）く

ふ
うい

わ

え

さ
と

ひ
き
ふ
ね
は
し

い

す
ず
が
わ
は
せ
ん

め
い
お
う

ほ
くの

り

と
う

ぜ
ん
よ
う

り
ゅ
う

じ

じ

ぶ
ん

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

ま
め

あ
ん

ほ
う

き

じ
ょ
う

よ
う
ざ
ん

さ

し
お

か
た

か

し
お

み

のっと

い
く

か
げ

ま
つ

ち

よ

み

つ

ひ

め

か
も
の

め
い

ち
ょ
う

い
し
や
ま

し
ょ
う

き
よ

め
ん

つ

あ
し

か
む
か
ぜ

た
び
ね

み
な
と

つ

み は
ま

い
お
り

ひ
ん
じ
つ

か
ん

み
し
お
ど
の
じ
ん
じ
ゃ

お
ぎ

す
ず
り

こ
う
め
い
び

　
古
く
か
ら
名
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
と
も

関
わ
り
深
い
二
見
浦
に
は
、
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
や
俳
句
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、
西
行（
１
１
１

８
〜
１
１
９
０
）で
す
。
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
と
し

て
知
ら
れ
る
西
行
は
、
晩
年
の
約
６
年
間
を
二
見
の
山

寺
で
過
ご
し
た
の
で
す
。
そ
の
具
体
的
な
場
所
は
長
い

間
不
明
で
し
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
徐
々

に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
平
成
25
年
、
地
域
の
有
志
た
ち
が「
二
見
浦
西
行
実

行
委
員
会
」（
奥
野 

雅
則
委
員
長
）を
結
成
。
昨
年
秋
に

は
生
誕
９
０
０
年
イ
ベ
ン
ト「
そ
こ
に
西
行
が
い
た
！！ 

西

行
が
愛
し
た
ま
ち 

二
見
浦
」が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
西
行
の
足
跡
を
求
め
て
、
風
光
明
媚
な
二

見
浦
周
辺
を
巡
り
ま
す
。

約1ｋｍ 「賓日館」

昨年10月に上演された、
西行演劇「命なりけり～
西行、覚悟の旅立ちⅢ」
キャストの皆さん

「力石」

曳舟橋手前周辺の田園風景

「西行と伊勢二見とのかかわり」を
記した案内板

鴨 長明歌碑

西行歌碑
「浪（なみ）越すと 二見の松の 見えつるは 
梢にかかる 霞なりけり」

「賓日館」

馬が描かれた木製品

御塩殿神社  本殿

今
回
の
案
内
人
は「
二
見
浦
西
行
実
行
委
員
会
」事
務
局

長
の
角
谷 

泰
弘
さ
ん
。「
名
勝
二
見
浦
保
存
管
理
計
画

運
営
委
員
会
」や「
伊
勢
市
二
見
町
茶
屋
地
区
景
観
委
員

会
」の
委
員
も
務
め
ま
す
。

至伊勢西IC

至
伊
勢
市
街

至「
伊
勢
市
」駅

西行歌碑や
芭蕉句碑などが

点在



「
賓
日
館
」

御
塩
殿
神
社

力石

鴨 長明歌碑

万葉歌碑

曳舟橋

JR
「二見浦」駅

西行庵跡
豆石山

「夫婦岩」

二見JCT

伊勢二
見鳥羽

ライン

二
見
浦
海
水
浴
場
清
渚

浜
の
大
浦

打
越
浜

二見浦小

県道伊勢
二見線

JR参宮線

二
見
興
玉
神
社

102

五
十
鈴
川

五十
鈴川
派川

42

42

42
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石
』が
近
く
に
あ
り
ま
す
」と
の
案
内
で
先
に

進
む
と
、
草
む
ら
の
中
に
あ
る
大
き
な
石
が

目
に
留
ま
り
ま
し
た
。
地
域
で
は
男
の
子
が

生
ま
れ
る
と
、「
三
郎
の
よ
う
に
学
問
に
励
ん

で
、こ
ん
な
石
を
投
げ
ら
れ
る
偉
い
人
に
な
る

ん
だ
よ
」と
諭
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
力
石
」を
過
ぎ
、
五
十
鈴
川
派
川
に
架
か

る
曳
舟
橋
の
手
前
辺
り
ま
で
来
る
と
、
目
の

前
に
田
園
風
景
が
広
が
り
ま
す
。

　
「
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
こ
の
辺
り
一
帯
を
雄

大
な
五
十
鈴
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
船
が

行
き
交
い
、
三
津
湊
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
二
見
浦
の
読
み
方
を
ご
存
知
で
す
か
？
」

　
今
回
の
散
策
の
起
点
、 

Ｊ
Ｒ「
二
見
浦
」駅

で
問
い
か
け
ら
れ
、一
瞬
戸
惑
い
ま
す
。
正
解

は〝
ふ
た
み
の
う
ら
〞だ
と
聞
い
て
驚
き
ま
し

た
。古
く
か
ら
和
歌
な
ど
で
詠
ま
れ
て
い
た
の

を
根
拠
と
し
て
、 Ｊ
Ｒ
参
宮
線
が
鳥
羽
ま
で

延
長
さ
れ
た
際
に
、
正
式
決
定
し
た
の
で
す
。

駅
舎
名
の
ロ
ー
マ
字
も
確
か
に
、「
Ｆ
Ｕ
Ｔ
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ａ
」と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
意
外
な
事
実
を
知
っ
た
駅
舎
を
後
に
し
て

南
へ
向
か
い
ま
す
。
す
る
と
、
住
宅
街
の
は

ず
れ
で
案
内
板
に
気
付
き
ま
し
た
。
伊
勢 

三

郎
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。伊
勢 

三
郎（
？

〜
１
１
８
６
）と
は
、
源 

義
経（
１
１
５
９
〜

１
１
８
９
）に
仕
え
、
源
平
の
合
戦
で
軍
功
を

挙
げ
た
と
さ
れ
る
武
将
の
こ
と
。
近
く
の
江

地
区
で
生
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
、「
硯
岩
」と

呼
ば
れ
る
大
き
な
岩
の
く
ぼ
み
に
湧
く
水
で
、

手
習
い
を
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。　

　
「
現
在『
硯
岩
』を
見
に
行
く
の
は
大
変
で
す

が
、 

三
郎
が
力
試
し
に
投
げ
た
と
い
う『
力

西
行
さ
ん
も
こ
の
湊
を
利
用
し
て
い
ま
す
」

と
角
谷
さ
ん
。
お
話
に
よ
る
と
、
現
在
の
五

十
鈴
川
派
川
の
方
が
本
流
で
、
そ
の
川
幅
は

３
０
０
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
応
７（
１
４
９
８
）年
の
大
地
震

で
、
周
囲
一
帯
の
地
形
が
様
変
わ
り
し
た
の

で
す
。
ま
た
、
周
辺
に
は
葉
が
片
側
に
の
み

付
い
て
い
る
片
葉
の
葦
が
群
生
し
、〝
伊
勢
の

浜
荻
〞の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

奈
良
時

代
に
成
立
し
た『
万
葉
集
』に
は「
神
風
の
伊
勢

の
浜
荻 

折
り
伏
せ
て 

旅
寝
休
ら
む 

荒
き
浜

辺
に
」の
歌
が
収
め
ら
れ
、
近
く
に
は
、
そ
の

歌
を
刻
ん
だ
万
葉
歌
碑
が
た
た
ず
ん
で
い
ま

し
た
。

行
の
逗
留
期
間
、
治
承
４（
１
１
８
０
）年
ご

ろ
か
ら
文
治
２（
１
１
８
６
）年
ま
で
と
重
な

る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
こ
の
辺
り
は
、
豆
石
山
の
南
面
に
当
た
り

ま
す
。
地
元
で
は〝
あ
ん
に
ょ
〞と
呼
ん
で
い

て
、
鴨 
長
明
が
記
し
た
安
養
山
と
も
一
致
し

ま
す
」と
角
谷
さ
ん
。
説
明
に
よ
れ
ば
、
西
行

自
身
は
二
見
浦
の
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
を

示
し
て
お
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
で

『
方
丈
記
』の
作
者
と
し
て
も
名
高
い
鴨 

長
明

（
１
１
５
５
〜
１
２
１
６
）が
、
旅
日
記
に
安

養
山
に
住
ん
で
い
る
旨
を
綴
っ
た
の
が
数
少

な
い
手
が
か
り
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も

長
年
、
か
つ
て
の
安
養
山（
現
在
の
豆
石
山
）

　　
万
葉
歌
碑
に
別
れ
を
告
げ
て
、
発
掘
調
査

の
結
果
、
西
行
が
庵
を
結
ん
で
い
た
と
推
定

さ
れ
る
場
所
を
め
ざ
し
ま
す
。

　
鳥
羽
院
の「
北
面
の
武
士
」（
院
の
御
所
の
北

面
に
あ
っ
て
、
院
中
を
警
護
し
た
武
士
）だ
っ

た
西
行（
佐
藤 

義
清
）は
、
23
歳
の
時
に
突
然

出
家
し
た
後
、
東
北
各
地
へ
の
旅
を
経
て
、

高
野
山
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。 
そ

の
西
行
が
二
見
浦
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の

に
は
、
都
で
の
騒
乱
な
ど
が
理
由
に
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
行
を
師
と

仰
ぐ
、
伊
勢
神
宮
神
官
た
ち
と
の
交
流
や
、

二
見
浦
の
美
し
い
景
観
に
心
慰
め
ら
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
西
行
と
二
見
浦
と
の
関
わ
り
を
示
す
案
内

板
は
、
宅
地
造
成
が
進
む
光
の
街
の
一
角
に

立
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
平
成
４
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
、

墨
書
さ
れ
た
木
製
品
な
ど
が
多
数
出
土
し
た

遺
構
の
年
代
が
、12
世
紀
第
３
四
半
期
か
ら
13

世
紀
前
葉
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西

れ 

い

171718

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

※

の
北
面
か
南
面
な
の
か
は
不
明
で
し
た
が
、

発
掘
調
査
で
、
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。

　
「
次
は
御
塩
殿
神
社
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
こ

こ
に
は
鴨 

長
明
の
歌
碑
も
あ
り
ま
す
」と
教

わ
り
な
が
ら
、
御
塩
殿
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

同
神
社
の
歴
史
は
古
く
、
天
照
大
神
の
ご
鎮

座
の
地
を
求
め
て
、
倭
姫
命
が
二
見
を
訪
れ

た
際
、
土
地
の
神
・
佐
見
都
日
女
が
奉
っ
た

堅
塩
を
喜
ん
だ
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
以
来
、

伊
勢
神
宮
に
お
供
え
す
る
御
塩
造
り
が
古
式

西
行
歌
碑
や
芭
蕉
句
碑
な
ど
が
点
在
し
、
文

学
散
歩
も
楽
し
め
ま
す
。
し
ば
ら
く
の
間
、

心
地
よ
い
潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
歩
く
と
、

重
厚
な
建
物
が
現
れ
ま
し
た
。 

こ
こ
が「
賓
日

館
」で
す
。
賓
客
を
も
て
な
す
た
め
、
明
治
時

代
中
期
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
建
て
ら
れ

た
近
代
和
風
建
築
は
、
そ
の
価
値
の
高
さ
か

ら
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
館
内
で
は
、
都
で
武
士
が
乗
る
よ
う
な

馬
や
、
僧
侶
や
カ
エ
ル
を
描
い
た
木
製
品
な

ど
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
作

者
は
不
明
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
西
行
さ

に
則
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、

歌
碑
は
鳥
居
の
向
か
い
側
に
あ
り
ま
し
た
。

「
二
見
が
た 

神
さ
び
た
て
る 

御
塩
殿 

幾
千
代

み
ち
ぬ 

松
蔭
に
し
て
」の
歌
に
は
、
同
神
社

の
神
々
し
さ
に
感
動
し
た
気
持
ち
が
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
製
品
な
ど
は

『
賓
日
館
』で
常
設
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

見
て
く
だ
さ
い
」と
の
案
内
で
、
海
岸
沿
い
を

東
へ
と
歩
き
ま
す
。
松
並
木
が
続
く
道
に
は
、

ん
が
描
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」と
語
る
角

谷
さ
ん
か
ら
は
、
西
行
と
二
見
浦
を
愛
す
る

熱
い
想
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
「
賓
日
館
」で
、
歴
史
ロ
マ
ン
を
掻
き
立
て

ら
れ
た
後
は
、
終
点
Ｊ
Ｒ「
二
見
浦
」駅
へ
。

徒
歩
で
12
分
程
度
の
距
離
で
す
が
、「
夫
婦
岩
」

や
二
見
興
玉
神
社
な
ど
を
巡
り
、
旅
館
街
を

そ
ぞ
ろ
歩
き
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

西
行
が
愛
し
た
ま
ち
を
心
行
く
ま
で
散
策
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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「
二
見
浦
」の
正
式
名
称
は
？

西
行
の
庵
跡
へ

御
塩
殿
神
社
と

鴨 

長
明
歌
碑

「
賓
日
館
」

〝
伊
勢
の
浜
荻
〞

START

■ 行程図　所要時間／約2時間 ※所要時間は、おおよその目安です。

約0.7ｋｍ すぐ 約２ｋｍJR「二見浦」駅 約0.4ｋｍ

約2.4ｋｍ約1.4ｋｍ

万葉歌碑 曳舟橋

西行庵跡御塩殿神社・鴨 長明歌碑

力石

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

西
行
が
愛
し
た
ま
ち 

二
見
浦

さ
い

ふ
た
み
の
う
ら

ぎ
ょ
う

伊
勢
市 

二
見
町

問
　

 「
二
見
浦
西
行
実
行
委
員
会
」事
務
局
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５
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４
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２
２
３
１

万葉歌碑万葉歌碑

御塩焼所（左側）と御塩汲入所（右側）御塩焼所（左側）と御塩汲入所（右側）

ぶ
ん
じ
ん
ぼっか（
き
ゃ
）く

ふ
うい

わ

え

さ
と

ひ
き
ふ
ね
は
し

い

す
ず
が
わ
は
せ
ん

め
い
お
う

ほ
くの

り

と
う

ぜ
ん
よ
う

り
ゅ
う

じ

じ

ぶ
ん

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

ま
め

あ
ん

ほ
う

き

じ
ょ
う

よ
う
ざ
ん

さ

し
お

か
た

か

し
お

み

のっと

い
く

か
げ

ま
つ

ち

よ

み

つ

ひ

め

か
も
の

め
い

ち
ょ
う

い
し
や
ま

し
ょ
う

き
よ

め
ん

つ

あ
し

か
む
か
ぜ

た
び
ね

み
な
と

つ

み は
ま

い
お
り

ひ
ん
じ
つ

か
ん

み
し
お
ど
の
じ
ん
じ
ゃ

お
ぎ

す
ず
り

こ
う
め
い
び

　
古
く
か
ら
名
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
、
伊
勢
神
宮
と
も

関
わ
り
深
い
二
見
浦
に
は
、
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
や
俳
句
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
中
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、
西
行（
１
１
１

８
〜
１
１
９
０
）で
す
。
平
安
時
代
末
期
の
歌
人
と
し

て
知
ら
れ
る
西
行
は
、
晩
年
の
約
６
年
間
を
二
見
の
山

寺
で
過
ご
し
た
の
で
す
。
そ
の
具
体
的
な
場
所
は
長
い

間
不
明
で
し
た
が
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
徐
々

に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
平
成
25
年
、
地
域
の
有
志
た
ち
が「
二
見
浦
西
行
実

行
委
員
会
」（
奥
野 

雅
則
委
員
長
）を
結
成
。
昨
年
秋
に

は
生
誕
９
０
０
年
イ
ベ
ン
ト「
そ
こ
に
西
行
が
い
た
！！ 

西

行
が
愛
し
た
ま
ち 

二
見
浦
」が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
西
行
の
足
跡
を
求
め
て
、
風
光
明
媚
な
二

見
浦
周
辺
を
巡
り
ま
す
。

約1ｋｍ 「賓日館」

昨年10月に上演された、
西行演劇「命なりけり～
西行、覚悟の旅立ちⅢ」
キャストの皆さん

「力石」

曳舟橋手前周辺の田園風景

「西行と伊勢二見とのかかわり」を
記した案内板

鴨 長明歌碑

西行歌碑
「浪（なみ）越すと 二見の松の 見えつるは 
梢にかかる 霞なりけり」

「賓日館」

馬が描かれた木製品

御塩殿神社  本殿

今
回
の
案
内
人
は「
二
見
浦
西
行
実
行
委
員
会
」事
務
局

長
の
角
谷 

泰
弘
さ
ん
。「
名
勝
二
見
浦
保
存
管
理
計
画

運
営
委
員
会
」や「
伊
勢
市
二
見
町
茶
屋
地
区
景
観
委
員

会
」の
委
員
も
務
め
ま
す
。

至伊勢西IC

至
伊
勢
市
街

至「
伊
勢
市
」駅

西行歌碑や
芭蕉句碑などが

点在




